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評

ト
レ
ヴ
ァ
ー
・
J
・
ソ
ー
ン
ダ
ー
ズ

『
プ
ラ
ト
ン
の
刑
法
典
』

1
　
序

森
　
村

進

　
最
晩
年
の
プ
ラ
ト
ン
が
実
現
可
能
な
理
想
国
家
の
像
を
〈
ア
テ
ナ

イ
か
ら
の
客
人
が
ク
レ
テ
島
の
内
陸
部
に
新
し
く
建
設
さ
れ
る
植
民

市
マ
グ
ネ
シ
ア
の
制
度
を
語
る
〉
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
目
ン
の
形
に
託

し
て
詳
細
に
描
い
た
遺
作
『
法
律
（
ノ
モ
イ
）
』
は
、
彼
の
最
大
か
つ

最
後
の
重
要
な
著
作
で
あ
る
。
特
に
そ
の
後
半
で
重
要
な
役
割
を
果

た
し
大
き
な
分
量
を
占
め
る
刑
罰
論
と
刑
罰
制
度
は
、
法
思
想
史
の

上
で
も
杜
会
史
の
上
で
も
極
め
て
興
味
深
い
。
応
報
刑
を
排
し
て
刑

罰
の
目
的
を
重
視
す
る
プ
ラ
ト
ン
の
刑
罰
論
は
、
た
と
え
ぱ
カ
ン
ト

や
へ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
な
応
報
刑
論
よ
り
も
、
今
日
の
刑
罰
理
論
家
に

と
っ
て
理
解
し
や
す
い
し
、
示
唆
す
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
。
し
か
し

刑
罰
論
・
刑
罰
制
度
の
部
分
も
含
め
て
、
『
法
律
』
は
プ
ラ
ト
ン
の
他

の
対
話
篇
に
比
べ
て
研
究
が
少
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、

そ
の
冗
長
で
取
り
付
き
に
く
い
文
体
と
一
見
雑
然
た
る
体
裁
に
あ
ろ

う
。
実
際
こ
の
対
話
篇
は
一
読
し
て
す
ぐ
に
全
体
の
構
造
と
思
想
を

把
握
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
熟
練
し
た
ガ

イ
ド
の
必
要
性
が
切
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
取
り
上
げ
る
ソ
ー
ン

ダ
ー
ズ
の
四
一
四
頁
の
犬
薯
『
プ
ラ
ト
ン
の
刑
法
典
』
（
蟹
目
亭
易

［
H
竃
H
］
・
文
献
は
末
尾
を
見
よ
。
以
下
で
は
算
用
数
字
だ
け
で
頁
数

を
あ
げ
る
の
は
本
蓄
。
漢
数
字
だ
け
で
頁
数
を
あ
げ
る
の
は
『
法

律
』
）
は
、
『
法
律
』
の
全
体
に
つ
い
て
で
は
な
い
が
、
刑
罰
規
定
に

つ
い
て
こ
れ
ま
で
例
の
な
か
っ
た
ほ
ど
博
学
で
詳
細
な
研
究
で
あ
る
。

　
本
書
の
主
張
は
「
も
し
わ
れ
わ
れ
が
プ
ラ
ト
ン
の
刑
罰
論
と
刑
法

典
を
ω
ギ
リ
シ
ア
の
刑
罰
の
前
提
と
実
践
の
歴
史
的
発
展
お
よ
ぴ
ω

彼
自
身
の
心
理
学
的
・
医
療
的
・
生
理
学
的
理
論
に
照
ら
し
て
詳
し

く
検
討
す
る
な
ら
ぱ
、
顕
薯
な
一
貫
性
が
現
れ
て
く
る
」
（
P
N
）
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
こ
の
ω
ω
に
対
応
す
る
二
部
か
ら
な
っ

て
い
る
。11

内
容
の
紹
介

　
1
　
第
一
部
「
ホ
メ
ロ
ス
か
ら
四
世
紀
半
ぱ
ま
で
」
　
　
第
一
章

「
ホ
メ
ロ
ス
に
お
け
る
刑
罰
」
は
、
ホ
メ
ロ
ス
の
叙
事
詩
の
中
に
見
ら

れ
る
攻
撃
と
報
復
の
内
容
を
決
定
す
る
要
素
を
抽
出
し
、
そ
こ
で
働

い
て
い
る
考
察
は
後
の
古
典
期
の
刑
罰
論
で
発
展
す
る
こ
と
に
な
る

も
の
だ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
ま
た
ホ
メ
ロ
ス
の
杜
会
で
も
あ
る
種
の

刑
罰
は
存
在
し
た
と
主
張
す
る
。

　
続
く
三
つ
の
章
は
、
ヘ
シ
オ
ド
ス
か
ら
プ
ラ
ト
ン
に
至
る
約
三
世
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紀
間
の
刑
罰
論
に
お
い
て
平
行
し
て
起
き
た
三
つ
の
過
程
を
跡
づ
け

る
。
ま
ず
第
二
章
「
不
安
と
代
理
」
は
、
加
害
老
が
そ
の
行
為
に
ふ

さ
わ
し
い
罰
を
蒙
ら
ず
に
大
手
を
振
っ
て
逃
げ
て
し
ま
う
か
も
し
れ

な
い
と
い
う
不
安
を
静
め
る
た
め
に
、
あ
の
世
で
の
刑
罰
の
存
在
や
、

人
間
に
代
わ
っ
て
処
罰
す
る
神
々
な
ど
の
代
替
的
処
罰
老
が
想
定
さ

れ
、
生
々
し
く
描
写
さ
れ
た
次
第
を
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
「
オ
レ

ス
テ
イ
ア
」
三
部
作
な
ど
を
利
用
し
て
述
べ
る
。
次
に
第
三
章
「
犯

罪
－
特
定
的
刑
罰
（
9
ぎ
o
－
ω
潟
o
民
o
勺
冒
肇
旨
①
目
亘
」
は
、
同
害

報
復
の
タ
リ
オ
的
刑
罰
と
、
犯
さ
れ
た
犯
罪
を
何
ら
か
の
し
か
た
で

連
想
さ
せ
る
「
鏡
像
」
的
刑
罰
を
紹
介
す
る
。
（
巻
末
の
補
遺
に
は
、

文
献
に
言
及
が
あ
る
そ
の
よ
う
な
刑
罰
－
歴
史
上
の
も
の
だ
け
で

な
く
、
想
像
上
の
も
の
も
含
む
ー
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
）
犯
罪

－
特
定
的
刑
罰
が
次
第
に
消
減
に
至
っ
た
原
因
は
、
そ
れ
が
自
力
救

済
と
密
接
に
結
ぴ
付
い
て
い
た
た
め
、
次
章
で
触
れ
ら
れ
る
法
執
行

の
国
家
化
と
い
う
歴
史
的
趨
勢
に
対
立
し
た
こ
と
に
あ
る
ら
し
い
。

最
後
に
第
四
章
「
歴
史
的
実
践
と
論
争
」
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
裁

判
の
性
質
と
発
展
を
略
述
し
て
か
ら
、
犯
罪
や
刑
罰
の
段
階
付
け
に

お
い
て
い
か
な
る
要
素
が
ど
の
く
ら
い
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
か

を
見
る
。
こ
こ
で
は
多
数
伝
え
ら
れ
て
い
る
法
廷
弁
論
が
利
用
さ
れ

る
。
ま
た
そ
れ
ら
よ
り
も
裁
判
の
実
践
か
ら
離
れ
た
法
的
・
政
治

的
・
哲
学
的
文
脈
で
刑
罰
制
度
の
あ
り
か
た
を
考
え
た
知
識
人
た
ち

（
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
ゴ
ル
ギ
ア
ス
、
ア
ン
テ
ィ
ポ
ン
、
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス

や
、
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
伝
え
る
政
治
家
の
デ
ィ
オ
ド
ト
ス
や
、

『
ア
レ
オ
パ
ギ
テ
ィ
コ
ス
』
の
イ
ソ
ク
ラ
テ
ス
な
ど
）
に
よ
る
批
判
も

検
討
さ
れ
る
。

　
2
　
第
二
部
「
プ
ラ
ト
ン
の
刑
罰
論
と
刑
法
典
」
は
、
刑
罰
論
を

中
心
と
す
る
第
五
－
六
章
と
、
刑
法
典
を
中
心
と
す
る
第
七
章
－
十

六
章
と
に
大
き
く
二
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
書
の
中
で
最
も
長
い
第
五
章
「
プ
ラ
ト
ン
の
医
療
的
刑
罰
論
」

は
、
ま
ず
『
法
律
』
の
中
で
刑
罰
の
意
義
・
目
的
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
箇
所
を
す
べ
て
あ
げ
、
刑
罰
を
医
療
的
用
語
で
説
明
す
る
プ
ラ

ト
ン
の
議
論
が
ど
れ
だ
け
有
効
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
。
そ
の
議
論

が
あ
ら
ず
も
が
な
の
、
あ
る
い
は
か
え
っ
て
有
害
で
あ
る
メ
タ
フ
ァ

ー
以
上
の
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
①
刑
罰
に
伴
う
苦
痛
が
治
療
の

た
め
に
不
可
避
の
も
の
で
あ
る
と
示
せ
る
、
②
医
療
的
手
続
き
に
よ

る
診
断
・
治
療
が
で
き
る
よ
う
な
心
理
学
・
生
理
学
に
基
づ
い
て
い

る
、
③
医
師
で
な
い
人
で
も
管
理
で
き
る
法
と
い
う
形
で
手
続
き
を

表
現
で
き
る
、
と
い
う
条
件
を
満
た
し
て
い
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
が
、

薯
老
は
プ
ラ
ト
ン
が
お
お
む
ね
そ
れ
に
成
功
し
て
い
る
と
考
え
る
。

そ
れ
を
説
明
す
る
際
に
、
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
で
述
ぺ
ら
れ
た
魂
の
病

い
の
生
理
学
的
記
述
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
刑
罰
論
の
理
解
を
助
け
る
も

の
と
し
て
大
い
に
利
用
さ
れ
る
。
ソ
ー
ン
ダ
ー
ズ
自
身
認
め
て
い
る

よ
う
に
、
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
で
は
刑
罰
論
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な

い
し
、
他
方
『
法
律
』
に
は
そ
の
よ
う
な
生
理
学
的
記
述
は
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
い
。
だ
が
彼
は
、
そ
れ
は
前
老
が
高
度
な
著
作
で
あ
り

後
老
が
一
般
人
向
け
の
薯
作
で
あ
る
と
い
う
事
情
に
よ
る
も
の
だ
と
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考
え
る
。
ソ
ー
ン
ダ
ー
ズ
は
『
法
律
』
の
刑
罰
論
は
『
テ
ィ
マ
イ
オ

ス
』
の
生
理
学
の
次
の
よ
う
な
（
語
ら
れ
ざ
る
）
応
用
を
前
提
す
れ

ぱ
よ
く
理
解
で
き
る
と
考
え
る
。
－
病
ん
だ
魂
を
健
康
な
状
態
に

戻
す
た
め
に
は
苦
痛
を
与
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ

の
手
段
に
よ
っ
て
こ
そ
、
現
在
の
病
ん
だ
魂
の
状
態
の
均
衡
を
破
壊

し
て
、
そ
れ
を
調
和
が
と
れ
た
健
康
な
状
態
に
変
え
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
刑
罰
の
も
た
ら
す
苦
痛
は
応
報
と
し
て
で
は

な
く
、
魂
の
治
療
の
一
環
と
し
て
必
要
で
あ
る
。
ま
た
犯
罪
に
苦
痛

を
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
＾
犯
罪
老
は
悪
し
き
行
為
を
恐
れ
る

よ
う
に
な
り
、
自
ら
の
行
動
を
つ
つ
し
む
よ
う
に
な
る
。
魂
の
悪
性

が
重
大
で
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
治
療
の
た
め
に
厳
し
い
刑
罰
が
必
要
だ

が
、
そ
の
悪
の
何
よ
り
も
明
白
な
表
わ
れ
が
犯
罪
で
あ
る
。
従
っ
て

犯
罪
が
重
犬
で
あ
れ
ぱ
あ
る
ほ
ど
刑
罰
も
重
く
な
る
が
、
こ
の
犯
罪

と
刑
罰
の
璽
さ
の
比
例
は
魂
の
治
療
と
い
う
目
的
の
た
め
で
あ
っ
て
、

応
報
の
た
め
で
は
な
い
。

　
第
六
章
「
プ
ラ
ト
ン
の
神
話
の
刑
罰
論
」
は
、
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
『
バ

イ
ド
ン
』
『
バ
イ
ド
ロ
ス
』
『
国
家
』
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
『
法
律
』
の

中
に
見
い
だ
さ
れ
る
死
後
の
刑
罰
に
つ
い
て
の
終
末
論
的
ミ
ュ
ー
ト

ス
（
神
話
）
か
ら
刑
罰
論
的
要
素
を
取
り
出
す
。
そ
こ
か
ら
わ
か
る

こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
神
話
で
は
前
章
で
重
視
さ
れ
た
刑
罰
の
治
療
と

し
て
の
側
面
が
し
ぱ
し
ぱ
無
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
3
　
以
下
の
部
分
で
は
い
よ
い
よ
『
法
律
』
の
刑
法
典
が
検
討
の

対
象
に
な
る
。
ま
ず
本
書
で
最
も
短
い
第
七
章
「
マ
グ
ネ
シ
ア
の
構

造
L
で
は
、
こ
の
国
の
裁
判
所
制
度
と
四
つ
の
身
分
（
市
民
、
居
留

外
国
人
、
一
時
的
訪
問
老
、
奴
隷
）
が
簡
単
に
説
明
さ
れ
る
。
続
く

第
八
章
「
殺
人
」
、
第
九
章
「
傷
害
」
、
第
十
章
「
暴
行
」
（
以
上
は
『
法

律
』
第
九
巻
に
規
定
あ
り
）
、
第
十
一
章
「
窃
盗
」
（
第
九
、
十
一
、

十
二
巻
に
断
片
的
規
定
あ
り
）
、
第
十
二
章
「
不
信
仰
」
（
第
十
巻
に

規
定
あ
り
。
こ
れ
は
①
単
純
な
無
神
論
だ
け
で
な
く
、
②
神
々
は
人

間
の
こ
と
に
無
関
心
で
あ
る
と
か
、
③
神
々
は
犠
牲
等
に
よ
っ
て
買

収
で
き
る
と
い
う
異
端
的
見
解
を
含
む
。
他
に
第
十
一
巻
に
魔
法
使

い
に
つ
い
て
の
規
定
あ
り
）
、
第
士
二
章
「
軍
事
上
の
犯
罪
」
（
第
十

二
巻
）
、
第
十
四
章
「
法
廷
に
お
け
る
犯
罪
」
（
第
十
一
巻
最
後
）
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
犯
罪
に
関
す
る
規
定
を
詳
細
に
検
討
す
る
。
た
だ
し
こ

こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
が
、
こ
れ
ら
は
『
法
律
』
第
九
巻
以
降
の

刑
罰
規
定
の
大
部
分
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
が
、
第
五
巻
後
半
以
降
に

規
定
さ
れ
て
い
る
刑
罰
規
定
の
す
べ
て
に
触
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
薯
老
が
取
り
上
げ
て
い
な
い
犯
罪
の
大
部
分
は
、
農
業
や
商
取

引
や
公
務
へ
の
（
不
）
参
加
に
関
係
す
る
、
相
対
的
に
軽
徴
な
犯
罪

で
あ
り
、
そ
れ
ら
へ
の
刑
罰
は
た
い
て
い
罰
金
で
あ
る
。

　
第
十
五
章
「
プ
ラ
ト
ン
の
刑
法
典
に
お
け
る
階
級
的
区
別
」
は
、

身
分
に
よ
る
刑
罰
の
重
さ
の
相
違
が
い
か
な
る
原
理
に
よ
っ
て
決
定

さ
れ
て
い
る
か
を
考
え
る
。
（
重
要
な
犯
罪
類
型
に
つ
い
て
の
刑
罰

の
身
分
的
相
違
が
最
初
に
図
表
化
さ
れ
て
い
て
便
利
で
あ
る
。
）
プ

ラ
ト
ン
は
こ
の
点
に
つ
い
て
明
示
的
に
は
ほ
と
ん
ど
何
も
言
っ
て
い

な
い
が
、
刑
罰
規
定
の
検
討
か
ら
次
の
よ
う
な
原
理
が
推
測
で
き
る
。
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多
く
の
場
合
、
市
民
く
外
国
人
く
奴
隷
と
い
う
順
で
刑
が
重
く
な
る

が
、
財
産
的
利
得
を
動
機
と
す
る
犯
罪
の
場
合
に
は
、
逆
に
市
民
の

方
が
刑
が
重
く
な
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
市
民
は
マ
グ
ネ
シ
ア
の

教
育
を
す
で
に
正
式
に
受
け
て
い
る
の
で
、
そ
れ
だ
け
に
軽
い
刑
罰

で
も
矯
正
が
で
き
る
が
、
一
方
マ
グ
ネ
シ
ア
の
教
育
は
貧
欲
を
厳
し

く
非
難
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
富
に
目
が
く
ら
ん

だ
市
民
は
特
に
厳
し
く
懲
ら
し
め
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
、
と
い
う
ふ

う
に
説
明
で
き
る
。
こ
の
点
、
自
由
人
で
は
あ
る
が
マ
グ
ネ
シ
ア
の

教
育
を
受
け
て
い
な
い
外
国
人
の
犯
罪
の
取
り
扱
い
は
複
雑
徴
妙
で

あ
る
。
ま
た
一
見
同
じ
犯
罪
で
も
、
加
害
老
と
被
害
老
の
身
分
の
相

違
に
よ
っ
て
全
く
異
質
の
犯
罪
と
見
な
さ
れ
る
。
た
と
え
ぱ
一
般
に

自
己
の
防
衛
の
た
め
に
人
を
殺
し
て
も
罪
に
な
ら
な
い
が
、
同
じ
原

因
で
奴
隷
が
自
由
人
（
市
民
と
外
国
人
を
含
む
）
を
殺
し
た
り
、
子

供
が
親
を
殺
し
た
り
す
れ
ぱ
死
刑
だ
し
、
奴
隷
が
自
由
人
に
暴
行
を

働
い
た
場
合
被
害
老
は
そ
の
奴
隷
の
所
有
老
に
損
害
を
与
え
な
い
限

り
で
奴
隷
を
鞭
打
つ
こ
と
が
で
き
る
が
、
逆
に
自
由
人
が
奴
隷
に
暴

行
を
働
い
た
場
合
に
つ
い
て
の
規
定
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
身
分
的

相
違
は
、
マ
グ
ネ
シ
ア
の
国
制
が
厳
格
な
身
分
的
上
下
関
係
（
親
族

関
係
や
長
幼
の
序
も
含
む
）
の
原
理
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と

い
う
事
実
の
反
映
で
あ
る
。
同
等
や
目
下
の
人
物
に
対
す
る
犯
行
と

違
っ
て
、
目
上
の
人
物
に
対
す
る
犯
行
は
そ
の
よ
う
な
秩
序
へ
の
攻

撃
で
も
あ
る
だ
け
に
、
犯
人
の
一
層
大
き
な
悪
性
を
示
す
も
の
で
あ

る
。
ア
テ
ナ
イ
の
刑
法
も
特
定
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
身

分
上
の
区
別
を
し
て
い
た
が
、
プ
ラ
ト
ン
は
そ
れ
を
一
層
拡
張
し
た
。

薯
老
は
部
分
的
に
発
見
さ
れ
て
い
る
ク
レ
テ
島
の
ゴ
ル
テ
ユ
ン
の
法

典
が
こ
の
点
で
プ
ラ
ト
ン
に
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像

し
て
い
る
。

　
最
後
に
第
十
六
章
「
要
約
と
評
価
」
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
認
め
た
刑

罰
の
目
的
と
し
て
①
被
害
老
へ
の
適
切
な
賠
償
（
そ
れ
は
厳
密
に
は

刑
団
の
目
的
で
は
な
い
が
、
プ
ラ
ト
ン
は
賠
償
と
刑
罰
が
峻
別
さ
れ

て
い
な
い
当
時
の
制
度
を
受
け
入
れ
て
い
た
）
、
②
被
害
老
の
満
足

（
プ
ラ
ト
ン
は
そ
れ
を
所
与
と
し
て
認
め
て
、
禁
止
し
な
い
が
、
奨
励

も
し
な
い
）
、
③
加
害
老
の
改
善
、
④
前
老
（
③
）
や
加
害
老
の
追
放

や
死
刑
を
通
じ
て
の
社
会
の
改
善
を
あ
げ
、
彼
が
特
に
犯
人
の
心
理

に
関
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
の
要
素
が
実
際
に

彼
が
語
る
刑
罰
制
度
の
中
で
十
分
実
現
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
見

る
。
そ
の
結
果
を
い
く
っ
か
あ
げ
る
と
1
①
プ
ラ
ト
ン
の
刑
法
典

が
、
犯
罪
老
を
改
善
す
る
手
段
と
し
て
教
育
・
説
得
に
頼
る
こ
と
は
、

期
待
さ
れ
る
ほ
ど
多
く
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
苦
痛
の
抑
止
力
に
頼
っ
て

い
る
。
②
殺
人
な
ど
特
定
の
犯
罪
に
伴
う
と
考
え
ら
れ
る
「
汚
れ
」

の
観
念
は
被
害
老
側
の
復
響
の
欲
求
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
③
神
話

の
中
で
は
悪
人
の
治
療
へ
の
言
及
は
少
な
く
、
刑
罰
は
応
報
的
で
あ

る
。
④
身
分
制
度
の
考
慮
は
信
じ
が
た
い
ほ
ど
複
雑
で
あ
る
。
ー

ソ
ー
ン
ダ
ー
ズ
は
結
論
と
し
て
、
「
少
な
く
と
も
可
能
性
と
し
て
は

彼
の
刑
罰
論
と
刑
法
典
と
は
内
部
的
に
も
相
互
的
に
も
一
貫
し
て
い

た
」
（
P
蟹
①
）
と
言
う
。
そ
の
よ
う
な
極
端
な
矯
正
重
視
の
未
来
向
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き
の
刑
罰
論
は
、
責
任
原
理
や
功
績
（
ま
竃
ユ
）
と
い
う
過
去
向
き

の
観
念
を
何
ら
含
ん
で
い
な
い
と
い
う
欠
陥
を
持
っ
て
い
る
が
、
プ

ラ
ト
ン
は
原
理
的
に
は
そ
の
よ
う
な
観
念
を
認
め
な
い
と
は
い
え
、

慣
習
的
解
釈
も
で
き
る
よ
う
な
日
常
的
言
語
に
よ
っ
て
自
ら
の
理
論

を
述
べ
た
の
で
、
マ
グ
ネ
シ
ア
人
た
ち
は
実
践
に
お
い
て
功
績
の
観

念
も
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
「
こ
の
二
と
は
、
『
法

律
』
の
諸
制
度
が
根
本
的
に
プ
ラ
ト
ン
的
な
も
の
だ
と
は
い
え
、
そ

の
中
に
柔
軟
性
と
妥
協
と
を
組
み
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
の
今
一

つ
の
表
わ
れ
で
あ
る
。
」
（
旨
e

III

批
評

　
ー
　
ソ
ー
ン
ダ
ー
ズ
が
本
書
の
第
五
章
で
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の

生
理
学
を
利
用
し
て
、
刑
罰
が
い
か
に
し
て
魂
を
改
善
す
る
か
を
説

明
し
よ
う
と
し
た
試
み
は
、
牽
強
付
会
と
い
う
印
象
を
禁
じ
え
な
い

確
か
に
プ
ラ
ト
ン
が
こ
の
よ
う
に
主
張
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は

な
い
。
だ
が
あ
い
に
く
彼
は
そ
ん
な
こ
と
を
ど
の
薯
作
で
も
言
っ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
彼
が
ソ
ー
ン
ダ
ー
ズ
の
想
像
す
る
よ
う
な

手
の
込
ん
だ
独
自
の
生
理
学
的
刑
罰
観
を
抱
懐
し
て
い
た
な
ら
ぱ
、

い
く
ら
『
法
律
』
が
一
般
人
向
け
の
著
作
だ
と
し
て
も
、
少
し
く
ら

い
は
そ
れ
を
主
張
し
な
け
れ
ぱ
読
老
は
誤
解
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
生
理
学
は
、
語
り
手
の
テ
ィ
マ
イ
オ

ス
自
身
「
あ
り
そ
う
な
話
」
（
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
二
九
c
d
）
と
し

か
言
っ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
ソ
ー
ン
ダ
ー
ズ
は
、
プ
ラ
ト
ン
は
犯
罪
老
の
刑
罰
と
並
行
し

た
病
人
の
治
療
に
つ
い
て
薬
物
よ
り
も
養
生
（
『
晶
ぎ
昌
・

g
竺
訂
）
を
推
奨
す
る
と
述
ぺ
、
注
で
「
養
生
と
薬
物
の
相
対
的
な
メ

リ
ヅ
ト
に
つ
い
て
の
古
来
の
論
争
に
お
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
は
一
貫
し

て
養
生
を
支
持
し
た
」
（
P
ミ
O
P
O
。
Φ
）
と
言
っ
て
い
る
が
、
納
得
で

き
な
い
。
後
期
の
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
や
『
法
律
』
で
は
そ
う
か
も

し
れ
な
い
が
1
と
は
い
え
『
法
律
』
七
三
五
d
e
は
死
刑
や
追
放

刑
を
「
最
良
の
薬
」
に
た
と
え
て
い
る
－
－
、
『
国
家
』
四
〇
五
c
l

四
〇
八
b
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
近
ご
ろ
の
医
老
が
慢
性
の
病
人
を
気

長
な
養
生
に
よ
っ
て
無
益
に
長
生
き
さ
せ
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
た
。

彼
は
養
生
に
対
し
て
薬
物
や
外
科
的
治
療
を
好
意
的
に
描
く
が
、
そ

の
薬
も
病
人
に
嘔
吐
さ
せ
て
病
気
を
吐
き
出
さ
せ
る
よ
う
な
荒
っ
ぽ

い
も
の
で
あ
る
（
四
〇
六
d
、
四
〇
七
d
）
。
私
は
老
年
を
迎
え
て
体

力
が
衰
え
て
き
た
プ
ラ
ト
ン
が
、
壮
年
期
に
持
っ
て
い
た
養
生
へ
の

嫌
悪
の
念
を
失
う
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
。

　
さ
て
ソ
ー
ン
ダ
ー
ズ
は
独
自
の
生
理
学
的
説
明
に
よ
っ
て
、
ブ
ラ

ト
ン
が
①
苦
痛
を
伴
う
刑
罰
が
犯
罪
老
の
改
善
に
役
立
つ
と
い
う
だ

け
で
な
く
、
さ
ら
に
②
そ
の
刑
罰
の
重
さ
が
犯
罪
の
重
大
さ
に
比
例

す
る
と
も
考
え
た
と
主
張
す
る
。
だ
が
現
代
の
生
理
学
者
は
心
理
の

生
理
学
的
側
面
に
つ
い
て
プ
ラ
ト
ン
よ
り
も
ず
っ
と
よ
く
知
っ
て
い

る
が
、
犯
罪
老
を
生
理
学
的
に
改
善
す
る
方
法
が
わ
か
っ
た
と
は
考

え
な
い
だ
ろ
う
。
確
か
に
プ
ラ
ト
ン
は
人
間
性
に
つ
い
て
の
自
ら
の

認
識
を
謙
遜
す
る
よ
う
な
人
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
プ
ラ
ト
ン
が
犯
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罪
老
改
善
の
生
理
学
的
手
段
を
知
っ
て
い
る
と
ま
で
考
え
て
い
た
な

ら
ぱ
、
彼
は
異
常
な
知
的
思
い
上
が
り
に
と
り
つ
か
れ
た
人
物
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
（
そ
れ
と
も
彼
は
、
ま
さ
に
心
の
生
理

学
に
つ
い
て
無
知
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
有
効
性
を
過
信
し
て
い

た
－
科
学
の
礼
讃
老
が
陥
り
が
ち
な
過
ち
－
の
だ
ろ
う
か
？
）

　
む
し
ろ
犯
罪
の
重
さ
と
刑
罰
の
重
さ
の
釣
り
合
い
は
、
将
来
の
犯

罪
の
抑
止
（
九
三
四
a
b
を
見
よ
）
と
か
応
報
的
正
義
と
い
っ
た
、

も
っ
と
常
識
的
な
考
慮
に
よ
っ
て
説
明
す
る
方
が
ず
っ
と
分
か
り
や

す
い
。
む
ろ
ん
プ
ラ
ト
ン
は
刑
罰
の
存
在
理
由
と
し
て
犯
人
の
改
善

や
犯
罪
の
抑
止
は
認
め
て
も
、
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
同
様
、
覆
水
盆
に
帰

ら
ず
と
考
え
て
応
報
の
合
理
性
は
認
め
な
か
っ
た
（
前
記
個
所
。
な

お
ソ
ー
ン
ダ
ー
ズ
は
両
老
の
未
来
指
向
の
刑
罰
論
を
「
功
利
主
義

的
」
と
呼
ぷ
。
だ
が
功
利
主
義
は
全
体
の
人
々
の
幸
福
を
目
指
す
も

の
だ
か
ら
、
こ
の
特
徴
づ
け
は
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
の
刑
罰
論
に
は
あ
て

は
ま
っ
て
も
、
不
正
な
犯
人
の
治
療
を
第
一
に
重
視
す
る
か
に
見
え

る
プ
ラ
ト
ン
の
刑
罰
論
に
は
あ
て
は
ま
り
に
く
い
。
髪
8
ぎ
冨
庁

［
岩
竃
］
末
尾
も
ほ
ぼ
同
旨
）
。
し
か
し
彼
は
当
時
の
民
衆
の
応
報
的

正
義
観
に
妥
協
し
て
、
あ
る
い
は
彼
自
身
の
応
報
的
正
義
観
に
譲
歩

し
て
1
お
そ
ら
く
そ
の
両
方
だ
ろ
う
が
－
マ
グ
ネ
シ
ア
の
刑
法

典
の
中
に
否
定
で
き
な
い
応
報
的
要
素
を
持
ち
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
そ
の
こ
と
は
、
概
し
て
刑
罰
の
重
さ
が
犯
行
の
重
大
さ
に
比
例
す

る
と
い
う
事
情
か
ら
推
測
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ぱ
彼
は

多
く
の
殺
人
犯
や
傷
害
犯
な
ど
に
追
放
刑
を
科
し
て
い
る
。
追
放
刑

が
矯
正
的
効
果
を
持
ち
う
る
と
い
う
こ
と
を
一
概
に
否
定
は
で
き
な

い
が
、
無
期
限
の
終
身
追
放
に
そ
の
効
果
を
求
め
る
こ
と
は
難
し
い

（
彼
は
も
は
や
マ
グ
ネ
シ
ア
の
国
家
教
育
を
受
け
る
機
会
も
失
わ
れ

て
し
ま
う
。
）
お
そ
ら
く
終
身
追
放
の
目
的
は
、
犯
罪
老
の
改
善
よ
り

も
、
マ
グ
ネ
シ
ア
か
ら
彼
を
厄
介
払
い
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
だ
ろ

う
。
だ
が
プ
ラ
ト
ン
の
刑
罰
論
に
よ
る
と
、
も
は
や
癒
し
え
な
い
よ

う
な
悪
人
は
、
死
刑
に
す
る
の
が
本
人
に
と
っ
て
も
他
の
人
に
と
っ

て
も
望
ま
し
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
①
そ
の
よ
う
な
悪
人
は
生

き
て
い
て
も
不
幸
だ
か
ら
死
ん
だ
方
が
ま
だ
ま
し
で
あ
り
、
②
他
の

人
々
に
と
っ
て
は
み
せ
し
め
に
な
り
、
さ
ら
に
③
国
か
ら
悪
人
を
排

除
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
終
身
追
放
で
は
②
と

③
の
目
的
は
達
成
さ
れ
て
も
、
①
は
達
成
さ
れ
な
い
。
（
さ
ら
に
一

般
的
に
、
追
放
刑
は
そ
の
国
の
利
益
に
は
な
っ
て
も
他
国
に
は
迷
惑

を
か
け
る
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
が
、
プ
ラ
ト
ン
も
他
の
ギ
リ
シ
ア
人

た
ち
も
そ
の
こ
と
を
気
に
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
）

　
で
は
プ
ラ
ト
ン
は
終
身
追
放
に
ど
の
よ
う
な
理
由
を
与
え
て
い
る

だ
ろ
う
か
？
　
殺
人
未
遂
で
仲
間
の
市
民
に
傷
害
を
与
え
た
市
民
は

永
久
追
放
を
科
さ
れ
る
（
八
七
六
e
I
八
七
七
b
）
。
も
し
彼
が
実

際
に
殺
人
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
彼
は
死
刑
に
さ
れ
る
（
八

七
一
d
e
）
。
プ
ラ
ト
ン
の
観
点
か
ら
す
れ
ぱ
、
意
図
的
な
殺
人
を

行
っ
た
者
も
、
そ
れ
に
失
敗
し
て
傷
つ
け
る
に
と
ど
ま
っ
た
老
も
、

悪
性
は
同
様
に
甚
大
で
あ
り
、
治
癒
不
可
能
で
あ
り
、
本
人
の
た
め

に
も
死
刑
に
す
る
の
が
何
よ
り
の
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
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は
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
は
、
殺
人
未
遂
の
傷
害
の
犯
人
の
終
身
追

放
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。
「
完
全
な
悪
に
ま
で
は
至

ら
な
か
っ
た
彼
の
運
（
ξ
o
箒
）
と
彼
の
守
護
霊
（
註
巨
g
）
に
敬
意

を
表
さ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
守
護
霊
は
加
箸
老
と
被
害
者
の
両
方
を
あ

わ
れ
み
、
後
老
に
は
、
傷
が
致
命
傷
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
て
、
前

者
に
は
、
悪
運
が
呪
わ
れ
た
も
の
に
な
る
こ
と
を
妨
げ
た
の
で
あ

る
。
」
（
〈
七
七
顯
）
こ
こ
に
は
〈
殺
人
未
遂
は
既
遂
と
比
較
し
て
結

果
が
軽
い
の
で
、
刑
も
そ
れ
に
対
応
し
て
軽
い
の
が
ふ
さ
わ
し
い
〉

と
い
う
、
目
的
刑
論
、
特
に
教
育
刑
論
と
対
立
す
る
応
報
的
正
義
の

考
慮
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
敬
神
の
考
慮
か
ら
来
る
よ
う
に
表

現
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
（
県
君
』
8
－
）
。

　
な
お
精
神
異
常
老
の
不
処
罰
も
プ
ラ
ト
ン
の
立
場
か
ら
は
間
題
で

あ
る
。
精
神
異
常
老
は
町
中
に
出
て
は
な
ら
ず
、
彼
ら
を
家
の
中
に

保
護
し
て
お
か
な
か
っ
た
近
親
老
は
罰
金
を
科
さ
れ
る
が
（
九
三
四

c
d
）
、
彼
ら
自
身
は
た
と
え
犯
罪
を
犯
し
て
も
、
損
害
を
弁
償
す
る

だ
け
で
、
刑
罰
は
免
除
さ
れ
る
（
八
六
四
d
e
）
。
し
か
し
そ
の
よ
う

な
犯
人
も
治
療
不
可
能
な
の
だ
か
ら
、
社
会
の
た
め
に
も
本
人
の
利

益
の
た
め
に
も
死
な
せ
て
や
る
ぺ
き
な
の
で
は
な
い
か
？
　
彼
ら
の

不
処
罰
は
非
難
可
能
性
を
重
視
す
る
応
報
的
正
義
観
に
基
づ
い
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
プ
ラ
ト
ン
は
、
〈
理
性
が
欲
望
等
に
よ

っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
た
め
魂
の
不
調
和
に
苦
し
ん
で
い
る
不
正
な

人
物
と
は
違
っ
て
、
精
神
異
常
老
は
も
と
も
と
理
性
を
失
っ
て
い
る

の
で
、
理
性
な
き
動
物
と
同
様
、
別
に
不
幸
な
わ
け
で
は
な
い
〉
と

言
う
こ
と
も
で
き
た
（
R
o
、
曽
↓
戸
ω
．
も
っ
と
も
八
七
三
e
で
は
、

動
物
が
人
を
殺
す
と
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
）
。

　
だ
が
こ
れ
ら
以
上
に
応
報
的
正
義
観
が
明
ら
か
に
見
ら
れ
る
の
は
、

プ
ラ
ト
ン
の
終
末
論
神
話
で
あ
る
。
髪
胃
ぎ
冨
汗
［
岩
o
。
与
g
」
ω

と
、
森
村
［
一
九
八
五
］
、
［
一
九
八
八
］
両
方
の
第
四
章
第
五
節
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
法
律
』
を
含
む
い
く
つ
か
の
対
話
篇
で
プ
ラ
ト

ン
は
生
前
の
行
い
に
対
応
す
る
死
後
の
刑
罰
の
物
語
（
終
末
論
）
を

語
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
個
所
で
は
悪
人
の
矯
正
と
か
犯
罪
の
抑

止
と
い
っ
た
刑
罰
の
目
的
が
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
ず
、
そ
の
代
わ
り

に
応
報
的
正
義
や
復
讐
の
要
素
が
顕
著
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら

の
個
所
で
、
プ
ラ
ト
ン
が
功
績
を
示
唆
す
る
用
語
（
「
値
す
る
」
と
か

「
ふ
さ
わ
し
い
」
と
か
訳
さ
れ
る
、
、
買
ざ
ω
，
．
一
．
．
肩
名
昌
．
．
等
、
さ
ら
に

は
「
正
し
い
」
（
O
寿
良
畠
）
も
）
を
刑
罰
に
つ
い
て
用
い
て
い
る
か
ら

と
い
っ
て
、
…
陣
o
斥
①
冒
庁
［
岩
o
o
－
］
一
〇
、
§
o
の
よ
う
に
そ
れ
が
た
だ

ち
に
応
報
的
正
義
観
の
証
拠
に
な
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
の
言
葉
は
「
（
治
療
と
し
て
の
刑
罰
を
科
す
に
）
ふ

さ
わ
し
い
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ

る
（
蟹
昌
宗
易
［
畠
彗
］
一
〇
冒
H
貨
－
）
。
し
か
し
総
じ
て
プ
ラ
ト
ン

の
終
末
論
神
話
が
悪
人
の
治
療
で
は
な
く
応
報
を
重
視
し
て
い
る
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
彼
の
教
育
刑
論
・
反
応
報
刑
論

と
は
調
和
し
な
い
の
だ
が
、
ソ
ー
ン
ダ
ー
ズ
は
残
念
な
が
ら
そ
の
間

題
に
取
り
組
も
う
と
し
な
い
（
雪
曽
訂
冨
庁
［
H
㊤
竃
］
。
本
稿
1
1
3
末

尾
で
紹
介
し
た
部
分
も
参
照
）
。
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さ
ら
に
終
末
論
神
話
を
離
れ
て
も
、
箸
に
も
棒
に
も
か
か
ら
な
い

悪
人
に
対
し
て
は
隣
欄
で
は
な
く
怒
り
を
向
け
る
べ
き
だ
と
い
う
七

三
一
b
－
d
の
議
論
や
、
偽
善
的
な
宗
教
的
異
端
者
は
「
一
度
な
ら

ず
二
度
死
刑
に
し
て
も
ま
だ
ふ
さ
わ
し
く
な
い
」
と
い
う
九
〇
八
e

二
の
表
現
（
日
本
語
な
ら
ぱ
「
そ
の
罪
万
死
に
値
す
る
」
と
い
う
と

こ
ろ
か
）
な
ど
、
応
報
的
正
義
観
を
前
提
し
な
け
れ
ぱ
説
明
で
き
な

い
だ
ろ
う
（
前
老
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
森
村
［
一
九
八
四
］
、
［
一

九
八
八
］
両
方
の
第
四
章
第
四
節
㎝
四
を
見
よ
）
。

　
2
　
今
触
れ
た
終
末
論
の
神
話
も
そ
う
だ
が
、
『
法
律
』
の
刑
罰
規

定
の
中
に
は
、
殺
人
犯
や
両
親
へ
の
暴
行
犯
の
「
汚
れ
」
（
こ
れ
は
不

正
な
人
間
で
な
い
非
故
意
殺
人
犯
も
蒙
る
と
さ
れ
る
）
と
か
、
あ
る

種
の
殺
人
犯
の
処
刑
へ
の
被
害
考
の
近
親
老
の
参
加
と
か
、
法
律
に

よ
る
「
呪
い
」
と
い
っ
た
、
宗
教
的
タ
ブ
ー
や
復
讐
の
欲
求
に
よ
ら

な
け
れ
ぱ
説
明
し
に
く
い
も
の
が
よ
く
あ
る
。
（
刑
法
典
の
中
に
含

ま
れ
て
い
る
、
被
害
老
側
へ
の
損
害
賠
償
の
要
素
は
こ
こ
で
は
考
え

な
い
。
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
で
は
刑
事
責
任
と
民
事
責
任
は
未
分
化
だ

っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
の
刑
罰
論
か
ら
し
て
も
、
便
宜
上
刑
罰
が
教
育
刑

の
ほ
か
に
損
害
賠
償
を
含
む
こ
と
は
構
わ
な
い
だ
ろ
う
。
）
ソ
ー
ン

ダ
ー
ズ
は
こ
の
要
素
を
軽
視
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
プ

ラ
ト
ン
は
こ
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
当
時
の
一
般
民
衆
の
意
識
に
妥

協
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
私
は
プ

ラ
ト
ン
の
刑
法
典
の
宗
教
色
は
、
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
を
基
準
に
す
る

限
り
、
保
守
的
と
い
う
よ
り
も
反
動
的
な
も
の
だ
っ
た
と
考
え
る
。

　
ま
た
九
三
三
に
つ
い
て
の
ソ
ー
ン
ダ
ー
ズ
の
解
釈
（
o
p
竃
o
－
ω
）

は
、
魔
法
や
呪
術
の
効
力
に
つ
い
て
ア
テ
ナ
イ
の
客
人
が
全
面
的
否

定
に
至
ら
な
い
慎
重
な
不
可
知
論
的
態
度
を
持
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、

そ
の
態
度
の
原
因
を
、
魔
法
が
神
々
の
世
界
で
は
な
く
死
者
の
世
界

に
属
す
る
こ
と
に
求
め
て
い
る
。
だ
が
私
は
プ
ラ
ト
ン
は
こ
こ
で
自

分
自
身
を
信
じ
て
い
な
い
迷
信
を
思
想
善
導
の
た
め
に
あ
え
て
温
存

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
（
森
村
［
一
九
九
〇
］
三
五
七
－

九
頁
）
。

　
3
　
1
と
2
の
点
で
は
、
ソ
ー
ン
ダ
ー
ズ
は
プ
ラ
ト
ン
の
刑
法
典

の
一
貫
性
を
過
大
評
価
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
し
か
し
第
十

一
章
で
ソ
ー
ン
ダ
ー
ズ
は
正
当
に
プ
ラ
ト
ン
の
面
目
を
施
す
解
釈
を

し
て
い
る
。
『
法
律
』
の
中
に
散
在
す
る
窃
盗
犯
の
処
罰
の
規
定
の

間
に
矛
盾
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
ま
で
よ
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
に
対
し
て
ソ
ー
ン
ダ
ー
ズ
は
、
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
が
あ
ら

ゆ
る
タ
イ
プ
の
窃
盗
犯
に
倍
額
の
賠
償
を
命
ず
る
規
定
（
八
五
七
a

b
）
は
最
終
的
な
規
定
で
は
な
く
、
わ
ざ
と
対
話
の
相
手
に
隙
を
見

せ
て
、
以
下
の
長
い
犯
罪
論
に
導
く
た
め
の
お
と
り
に
す
ぎ
な
い
と

す
る
（
暑
－
轟
㌣
①
）
。
ソ
ー
ン
ダ
ー
ズ
自
身
認
め
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
解
釈
は
す
で
に
唱
え
て
い
た
人
が
い
る
が
、
彼
は
そ
の
結
果

個
々
の
窃
盗
の
処
罰
規
定
が
、
占
有
離
脱
物
く
私
人
の
財
産
く
公
共

の
財
産
く
神
殿
荒
ら
し
の
順
序
で
重
く
な
る
わ
け
も
説
明
し
て
、
一

見
プ
ラ
ト
ン
が
整
理
し
な
い
ま
ま
残
し
た
か
に
見
え
る
窃
盗
法
の
諸

規
定
が
首
尾
一
貫
し
て
い
る
こ
と
を
立
証
し
た
。
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こ
の
よ
う
に
丹
念
な
読
解
に
よ
っ
て
『
法
律
』
の
刑
法
典
の
錯
雑

し
た
規
定
に
秩
序
を
与
え
る
試
み
は
、
他
の
部
分
で
も
か
な
り
成
功

し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
部
分
に
本
書
の
最
大
の
価
値
が
あ
る

と
い
う
…
碧
ぎ
冒
討
［
畠
竃
］
の
批
評
に
は
私
も
同
感
で
あ
る
。

　
私
の
気
付
い
た
限
り
、
誤
植
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
た
だ
し
o
，
N
竃

の
見
出
し
の
中
の
、
。
㊤
島
”
甲
O
N
，
、
は
、
．
O
蟹
φ
㌣
O
N
，
．
の
誤
り
で
あ

る
。
巻
末
に
は
文
献
目
録
（
十
二
頁
）
と
出
典
索
引
（
二
段
組
三
十

頁
）
と
人
名
・
事
項
索
引
（
二
段
組
十
二
頁
）
が
あ
り
、
網
羅
的
な

出
典
索
引
は
特
に
便
利
だ
が
、
脚
注
の
部
分
だ
け
な
ら
と
も
か
く
、

本
文
中
で
圭
言
及
さ
れ
た
現
代
の
学
者
の
人
名
が
索
引
に
拾
わ
れ
て

い
れ
ぱ
、
一
層
便
利
だ
っ
た
ろ
う
。

　
な
お
本
書
の
日
本
語
の
書
評
と
し
て
、
森
泰
一

典
学
研
究
』
蛆
＝
九
九
三
年
］
）
が
あ
る
。

文
献

昌
彗
ぎ
冨
貝
睾
竃
－
口
竃
H
］
一
き
ざ

　
（
巾
①
『
斥
9
①
き
O
1
o
｛
O
竺
弐
o
員
己
印
勺
．
）

の
も
の
（
『
西
洋
古

○
ミ
妻
ミ
汁
き
§
“
§
、

－
［
岩
竃
］
一
丙
2
庁
ミ
o
｛
ω
彗
邑
①
『
ω
［
岩
彗
］
一
§
§
s

　
ト
ぎ
§
ミ
冬
守
§
§
戸
思
庁
．
曽
．

ω
豊
邑
g
9
↓
篶
く
實
－
1
［
岩
岨
H
］
一
き
ざ
、
吻
き
§
、
9
き
㌧

　
↓
§
ミ
ざ
ぎ
o
§
ぎ
§
§
§
“
完
さ
§
甫
ぎ
o
ミ
慕

　
き
S
o
ぎ
（
O
宍
申
o
『
戸
O
迂
『
①
＝
庄
o
目
勺
『
①
錫
）

森
村
進
［
一
九
八
四
］
［
一
九
八
五
］
「
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
刑
罰

　
観
（
三
）
（
四
）
」
『
法
学
協
会
雑
誌
』
一
〇
一
巻
二
一
号
、
一

　
〇
二
巻
一
号
。

－
［
一
九
八
八
］
『
ギ
リ
シ
ア
人
の
刑
罰
観
』
木
鐸
社
。

1
＝
九
九
〇
］
「
プ
ラ
ト
ン
『
法
律
（
ノ
モ
イ
）
』
へ
の
覚

　
書
」
『
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
法
学
研
究
2
1
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
助
教
授
）
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